
（かつまたひろし）
1938年生。文芸群論家。法敵大

等文学脇名蜜教練。予報を禽めて
－中無数による私小説輪の強

み」で第17回群像薪人文掌握韓

輪朗、r中黒敵の遍歴」で第13

国やまなし史学鑓研究・評論棚

を褒賛。義合に、鴨場する篇制

（節季醤震）、調機の鴫る丘」世代

とアメリカj（白水社）．r私小説

千年史日露史学から近代史学ま

できく鋤馳出様）など。

l紳

文
芸
評
論
家
は
現
代
文
学
を
ど
う
見
て
い
る
の
か

「
俳
句
的
小
説
」
を
め
ぐ
る
断
想

勝
又
浩

漢
学
に
所
請
文
学
と
英
語
に
所
謂
文
学
と
は
到
底
同
定
義
の
下
に
一
括
し
得
べ
か
ら
ざ
る
異
種
類
の
も
の
た

ら
ざ
る
可
か
ら
ず
。

と
は
、
知
る
人
も
多
い
と
思
う
が
夏
目
漱
石
「
文
学
論
」
（
明
治
約
年
）
　
の
「
序
」
の
一
節
。
英
文
学
研
究
を

志
し
て
留
学
ま
で
し
て
み
た
が
、
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
「
英
文
学
に
欺
か
れ
た
る
が
如
き
不
安
の
念
」
が
募
る
ば

か
り
だ
っ
た
、
と
富
っ
て
い
る
。
そ
う
感
じ
て
い
る
漱
石
の
背
景
に
は
、
「
余
は
少
時
好
ん
で
漢
籍
を
学
び
た
り
。

之
を
学
ぶ
軍
籍
か
き
に
も
関
ら
ず
、
文
学
は
斯
く
の
捌
き
着
な
り
と
の
定
義
を
漠
然
と
冥
々
裏
に
左
国
史
漠
よ
り

得
た
り
」
と
い
う
文
化
的
、
教
膏
的
な
永
い
伝
統
が
あ
っ
た
わ
け
だ
。
「
左
国
史
漢
」
と
は
、
中
国
春
秋
時
代
の

歴
史
と
そ
の
注
釈
で
あ
る
「
春
秋
左
氏
伝
」
と
中
国
語
r
司
馬
遷
の
『
史
記
」
と
斑
圏
の
「
漢
詩
」
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
が
明
治
ま
で
の
知
識
人
の
遵
本
的
な
教
護
だ
っ
た
o
寺
子
屋
の
後
、
多
少
と
も
漢
学
塾
へ
通
っ
た
よ

ぅ
な
も
の
は
常
こ
う
い
う
教
育
を
受
け
た
わ
け
だ
。
宗
園
史
聾
に
は
い
わ
ゆ
る
文
学
欝
な
ど
含
ま
れ
て
い
な

い
が
、
し
か
し
た
と
え
ば
通
塾
な
ど
は
今
も
っ
て
名
文
の
織
と
し
て
教
科
薄
に
も
載
る
の
だ
か
ら
・
志
、

〝
文
学
の
連
発
を
「
寅
々
撃
に
教
え
る
高
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
晩
年
、
覇
壁
の
連
載
中
・
新
聞

小
説
の
執
笹
で
「
俗
了
」
さ
れ
た
頭
を
洗
う
の
だ
と
称
し
て
・
盛
ん
に
漢
辞
を
作
っ
た
漱
石
だ
が
、
そ
こ
に
は
や

は
り
、
英
文
学
以
前
、
諾
い
と
き
培
っ
た
「
左
国
史
漠
」
や
唐
詩
に
よ
る
文
学
が
生
き
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
o
福

沢
整
調
の
＝
身
に
し
て
二
隼
を
経
る
が
如
L
L
と
は
、
政
治
体
制
を
の
み
寄
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し
た

文
化
体
系
の
通
い
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
明
治
知
識
人
す
べ
て
の
縮
合
だ
っ
た
o

東
洋
と
西
洋
と
で
は
ま
る
で
文
学
の
観
念
が
遭
う
と
い
う
間
題
に
・
新
し
い
文
学
で
あ
る
小
説
の
実
作
者
と
し

て
の
漱
石
は
ど
う
対
処
し
、
解
決
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
覇
盛
観
鮮
卑
の
彼
を
想
像
す
る
か
ぎ
り
、
そ

の
「
異
種
類
の
も
の
」
を
使
い
分
け
て
い
る
・
つ
ま
り
英
文
学
研
究
で
学
ん
だ
新
来
の
文
学
を
新
開
小
説
の
方
で

駆
使
し
、
そ
れ
と
は
別
に
子
供
の
こ
ろ
か
ら
「
左
国
史
漠
」
で
培
っ
て
き
た
本
音
の
文
学
を
趣
味
的
な
気
晴
ら
し

の
漢
籍
づ
く
り
に
用
い
て
い
る
。
高
い
換
え
る
と
、
二
種
の
文
学
を
薬
で
も
し
な
け
れ
ば
兢
一
も
し
な
い
ま
ま
に

持
続
し
持
ち
越
し
た
ま
ま
使
い
分
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
o

だ
が
、
職
業
作
家
に
な
る
前
に
は
球
菌
二
積
の
文
学
を
止
揚
せ
ん
と
し
た
と
き
も
あ
っ
た
は
ず
で
、
そ
れ
が
初

期
の
小
説
寧
枕
〓
明
治
3
9
年
）
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
を
新
し
い
「
俳
句
的
小
説
」
だ
と
称
し
て
い
た
。
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！
蔓
、
ら
置
夕
r
F
午
1
8
を
右
上
ト
を
告
古
i
‘
－
1
革
J
i
，
l
、
録
ヽ
H
f
．
手
話
表
、
～
無
　
上
高
畠
寝
　
8

俳
句
的
小
説
－
！
名
前
は
変
で
あ
る
が
！
が
成
立
つ
と
す
れ
ば
、
文
学
界
に
新
し
い
境
域
を
拓
く
訳
で

ぁ
る
。
こ
の
種
の
小
説
は
未
だ
西
洋
に
も
な
い
や
う
だ
o
日
本
に
は
無
論
な
い
o
そ
れ
が
日
本
に
出
来
る
と
す

れ
ば
、
先
づ
、
小
説
界
に
於
け
る
新
し
い
運
動
が
、
日
本
か
ら
起
つ
た
と
い
へ
る
の
だ
o
（
茶
が
「
草
枕
」
」
）

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
漱
石
に
し
て
は
ず
い
ぶ
ん
自
大
な
物
雷
い
で
窓
外
だ
が
、
何
し
ろ
寧
枕
」
は
雑
誌
の

発
売
広
告
が
出
る
前
に
売
り
切
れ
た
と
言
わ
れ
た
ほ
ど
の
評
判
作
だ
っ
た
か
ら
・
そ
う
い
う
自
信
が
こ
ん
な
口
っ

ぶ
り
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
漱
石
先
生
の
長
年
の
英
文
学
と
の
格
闘
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
た
と
い
う
自

信
確
信
が
こ
ん
な
口
調
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い
た
い
U

で
は
、
そ
の
「
俳
句
的
小
聾
で
あ
る
華
藍
と
は
ど
う
い
う
小
説
な
の
か
o
漱
石
の
い
う
と
こ
ろ
を
「
余

が
「
草
枕
L
L
か
ら
拾
え
ば
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
。

私
の
寧
壁
は
：
」
の
世
間
普
通
に
い
ふ
小
説
と
は
全
く
反
対
の
意
味
で
書
い
た
の
で
あ
る
o
唯
壷
の

感
じ
！
美
し
い
感
じ
が
読
者
の
頭
に
残
り
さ
へ
す
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
以
外
に
何
も
特
別
な
目
的
が
あ
る
の

で
は
な
い
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
プ
ロ
ッ
ト
も
焦
げ
れ
ば
、
事
件
の
発
展
も
な
い
。

普
通
に
云
ふ
小
説
、
即
ち
人
生
の
真
相
を
味
は
せ
る
も
の
も
緒
稔
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
人
生
の
苦

を
忘
れ
て
、
慰
籍
す
る
と
い
ふ
意
味
の
小
説
も
存
在
し
て
い
ゝ
と
思
ふ
o
私
の
管
轄
は
、
無
論
後
格
に
璃

へ

　

ヽ
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驚
澄
裁
縫
認
瀾
瀾
漣
溺
掴
閻
題

す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
：
し
ん
な
説
明
は
ど
れ
ほ
ど
真
っ
正
睦
に
受
け
取
っ
た
ら
よ
い
も
の
か
分
か
ら

な
い
。
寧
聾
が
「
プ
ロ
ッ
ト
も
焦
げ
れ
ば
・
事
件
の
発
展
も
な
い
」
と
言
え
る
か
ど
う
か
8
「
美
し
い
感
じ
」

な
ど
は
人
に
よ
っ
て
遭
う
か
ら
断
言
は
で
き
な
い
が
、
画
工
の
暢
気
な
旅
は
と
も
か
く
、
夫
婦
の
離
別
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
終
わ
る
寧
壁
が
読
者
に
「
人
生
の
慰
聾
を
与
え
る
か
ど
う
か
、
大
い
に
怪
し
い
で
は
な
い
か
o

「
俳
句
的
小
輩
は
、
そ
う
膏
っ
て
い
る
漱
石
自
身
に
も
よ
く
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
筋
が
あ
る
o

尋
壁
で
は
、
作
中
に
度
々
雷
わ
れ
る
罪
人
壁
の
請
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
議
諭
が
あ
る
o
語
の
解
釈

か
ら
始
ま
っ
て
、
そ
の
理
念
は
果
た
し
て
主
人
公
の
画
工
に
・
あ
る
い
は
作
者
自
身
に
実
現
で
き
た
の
か
否
か

等
々
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
は
、
私
か
ら
見
れ
ば
み
な
難
し
い
解
釈
談
論
ば
か
り

し
て
い
て
、
ご
く
単
純
な
前
提
を
忘
れ
て
い
る
。
寧
枕
」
は
書
か
れ
た
時
期
も
蕎
輩
は
猫
で
あ
る
」
（
明
治

鎚
年
）
連
載
中
の
仕
事
な
の
だ
。
従
っ
て
発
想
と
し
て
も
露
十
上
の
志
開
・
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
だ
っ
た
o

だ
か
ら
「
非
人
壁
説
も
、
そ
れ
は
漱
石
が
正
岡
子
規
か
ら
受
け
継
い
だ
、
そ
し
て
霜
l
で
応
用
し
て

見
せ
て
い
る
写
生
論
の
、
も
う
一
つ
の
実
践
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
o
書
い
た
本
人
も
顧
さ
れ
て
い
る
よ
う

だ
が
、
寧
蟹
の
主
人
公
・
画
工
は
も
う
ー
人
（
毒
？
）
の
猫
に
他
な
ら
な
い
o
「
非
人
壁
と
は
、
人
間
た

ち
を
突
き
放
し
て
眺
め
る
と
い
う
猫
の
視
線
、
傍
観
者
と
し
て
の
轡
の
こ
と
に
飽
な
ら
な
い
o

と
こ
ろ
で
：
」
の
「
俳
句
的
小
輩
は
発
馬
ど
う
な
っ
た
の
か
o
漱
石
の
小
説
は
そ
の
後
『
二
百
十
旦
」
野
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盆
と
、
だ
ん
だ
ん
深
刻
に
な
っ
て
行
く
ば
か
り
で
、
ど
う
も
俳
句
的
な
趣
は
薄
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
見
え
る
。

藷
l
の
結
末
で
「
猫
」
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
後
、
漱
石
小
説
か
ら
「
猫
」
は
次
第
に
い
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
よ
う
な
の
だ
。
そ
し
て
「
草
枕
の
様
な
主
人
公
で
は
い
け
な
い
」
（
明
治
約
年
1
0
月
節
目
、
鈴
木
三
重

書
残
蕾
筒
）
な
ど
と
言
い
徹
す
の
た
。
「
単
に
美
的
な
文
字
は
晋
の
学
者
が
冷
評
し
た
如
く
閥
文
字
に
婦
着
す
る
。

俳
句
趣
味
は
此
閑
文
字
の
中
に
通
過
し
て
蕾
ん
で
居
る
」
「
筍
も
文
学
を
以
て
生
命
と
す
る
も
の
な
ら
ば
単
に
美

と
い
ふ
丈
で
は
満
足
が
出
来
な
い
。
丁
度
維
新
の
当
時
勤
王
家
が
閥
背
を
な
め
た
様
な
了
見
に
な
ら
な
く
て
は
駄

田
だ
ら
う
と
思
ふ
」
と
い
う
わ
け
だ
。

こ
れ
は
輩
蟹
に
影
響
を
与
え
た
と
雷
わ
れ
る
ほ
ど
「
美
し
い
」
小
説
芋
豊
（
明
治
約
年
）
の
作
者
に
、

そ
ん
な
と
こ
ろ
で
満
足
し
て
い
て
は
だ
め
だ
と
「
教
翻
し
た
」
手
紙
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
面
の
色
合
い
も
強
い
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
漱
石
の
本
音
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
る
ま
い
o
漱
石
は
結
局
、

こ
ん
な
摘
袖
状
態
の
ま
ま
、
そ
の
勢
い
で
と
う
と
う
新
聞
尊
贋
作
家
と
な
っ
て
し
ま
う
（
明
治
幼
年
4
月
）
。
そ

し
て
以
後
は
「
俳
句
的
小
説
」
等
と
は
書
わ
な
く
な
っ
た
ば
か
り
か
、
新
開
に
は
麗
美
人
聾
の
よ
う
な
「
プ

ロ
ッ
ト
」
や
事
件
」
を
た
っ
ぷ
り
盛
っ
た
、
文
牽
だ
け
は
疑
り
に
こ
っ
だ
和
風
望
ハ
就
礎
体
小
説
の
作
者
と
し

て
大
衆
的
な
人
気
も
得
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
生
睡
倫
理
先
隼
で
も
あ
っ
た
漱
石
に
は
、
新
聞
と
い
う
舞
台
は
や

は
り
真
剣
勝
負
の
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
間
違
っ
た
ら
神
経
襲
弱
で
も
気
運
で
も
入

牢
で
も
何
で
も
す
る
了
見
で
な
く
で
は
文
学
者
に
な
れ
凄
い
と
思
ふ
」
と
い
う
わ
け
だ
。

こ
う
し
て
職
業
作
家
と
な
っ
た
漱
石
は
も
う
「
俳
句
的
小
説
」
等
と
は
雷
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、

結

彊

去

年

p

r

L

薯

畠

ど

啓

ド

一

r

5

－

－

＝

L
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そ
の
果
て
に
あ
っ
た
の
は
、
初
め
に
も
言
っ
た
よ
う
に
・
小
説
執
筆
の
後
に
は
漠
諮
づ
く
り
に
腐
心
し
た
り
、
同

様
、
若
い
こ
ろ
の
関
心
事
だ
っ
た
禅
に
選
っ
て
「
則
天
去
私
」
な
ど
と
言
っ
て
み
た
り
し
て
い
る
：
」
う
し
た
漱

石
か
ら
は
、
ど
う
も
自
分
の
善
い
て
い
る
小
説
が
自
分
自
身
の
「
慰
聾
と
な
っ
た
と
い
う
形
跡
は
と
う
と
う
見

ら
れ
な
い
。
私
は
、
漱
石
が
も
し
新
聞
小
説
作
家
な
ど
に
な
ら
ず
・
生
離
学
校
の
兜
坐
の
ま
ま
で
・
か
た
わ
ら
余

暇
に
小
説
を
暫
く
よ
う
な
生
活
を
続
け
て
い
た
ら
・
毒
は
提
唱
し
た
「
俳
句
的
小
輩
を
も
っ
と
押
し
進
め
、

完
成
も
し
た
の
で
は
な
い
か
と
夢
想
し
て
い
る
。
日
本
の
近
代
文
学
の
た
め
に
は
、
ま
こ
と
に
残
念
な
こ
と
を
し

た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
一
方
か
ら
の
尽
き
な
い
生
成
と
と
も
に
ゆ
っ
く
り
旋
回
し
て
ゐ
た
。
ま
た
一
方
で
は
捲
き
あ
が
っ
て

行
っ
た
縁
が
絶
え
ず
菅
笠
の
な
か
へ
消
え
込
む
の
だ
っ
た
。
か
う
し
た
雲
の
変
化
は
ど
見
る
人
の
心
に
云
ひ
知

れ
ぬ
深
い
感
博
を
喚
び
起
す
も
の
は
な
い
。
そ
の
変
化
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
眼
は
い
つ
も
そ
の
尽
き
な
い
生

成
と
粥
減
の
な
か
へ
溺
れ
込
ん
で
し
ま
ひ
、
た
だ
そ
れ
ば
か
り
を
繰
返
し
て
ゐ
る
う
ち
に
、
不
思
議
な
恐
怖
に

似
た
感
博
が
だ
ん
だ
ん
胸
へ
昂
ま
っ
て
来
る
。
そ
の
感
博
は
喉
を
譲
ら
せ
る
や
う
に
な
っ
て
来
、
身
体
か
ら
は

平
衡
の
感
じ
が
だ
ん
だ
ん
失
は
れ
で
来
、
若
し
そ
ん
な
状
態
が
長
く
続
け
ば
、
そ
の
あ
る
極
点
か
ら
、
自
分
の

身
体
は
奈
落
の
や
う
な
も
の
の
な
か
へ
落
ち
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
e
そ
れ
も
花
火
に
仕
掛
け
ら

れ
た
紙
人
形
の
や
う
に
、
身
体
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
か
ら
カ
を
失
っ
て
o
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こ
れ
は
漱
石
の
写
生
文
！
－
で
は
な
く
で
、
梶
井
基
放
球
署
室
（
昭
和
3
年
）
の
一
節
。
た
だ
し
全
体
は

二
千
五
百
字
程
度
、
四
百
字
講
め
原
稿
用
紙
に
す
れ
ば
六
枚
分
の
掌
編
で
あ
る
。
こ
こ
に
全
文
を
引
い
て
し
ま
え
ば

話
は
早
い
の
だ
が
今
は
我
慢
し
ょ
う
。
逆
に
、
梶
井
好
き
の
読
者
な
ら
改
め
て
示
す
ま
で
も
な
い
・
と
い
う
こ
と
も

ぁ
ろ
う
。
い
き
唐
突
に
こ
ん
な
も
の
を
持
ち
出
し
た
の
は
他
で
も
な
い
・
か
ね
て
私
は
梶
井
文
学
こ
そ
「
俳
句
的
小

輩
の
代
表
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
き
た
か
ら
だ
。
漱
石
が
寧
鞋
だ
け
を
示
し
、
提
言
し
た
だ
け
で
後
が
続
け

ら
れ
な
か
っ
た
「
俳
句
的
小
説
」
を
梶
井
基
次
郎
が
実
現
し
て
見
せ
た
の
だ
、
と
o

梶
井
小
説
は
と
き
に
詩
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
収
録
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
に
、
散
文
詩
と
い
っ
て
よ
い
澄
明
さ
と

喚
起
力
を
持
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
引
い
た
賽
萱
は
、
山
の
問
の
諾
い
空
に
絶
え
ず
白
い
聾
が
沸
き
上
が
っ
て
・

晴
れ
わ
た
っ
た
白
昼
の
空
に
二
点
の
閲
を
感
じ
て
戦
慄
す
る
話
だ
が
：
」
れ
と
対
を
な
す
商
の
経
堂
（
昭
和

5
年
）
に
は
、
夜
の
山
中
の
闇
の
気
配
、
閲
よ
り
も
濃
い
樹
木
の
影
と
息
遭
い
が
描
か
れ
て
、
風
景
が
一
種
実
存

的
な
趣
を
呈
す
る
瞬
間
を
続
や
か
に
と
ら
え
て
い
る
。

こ
の
二
編
を
取
り
上
げ
て
、
「
こ
れ
程
ま
で
に
透
徹
し
た
凝
視
に
形
を
与
え
た
作
品
」
は
、
近
代
史
掌
中
の

「
杏
里
だ
と
、
青
田
健
二
霹
井
基
次
壁
）
は
替
っ
て
い
る
。
雷
い
換
え
れ
ば
、
「
近
代
文
学
」
の
な
か
で

は
か
な
り
異
例
な
作
品
だ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
そ
の
鋭
さ
は
別
に
し
て
・

梶
井
文
学
を
形
成
し
て
い
る
感
性
世
界
、
そ
れ
が
棲
め
て
日
本
的
、
俳
句
的
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
人
も
多
い
は

ず
だ
。
そ
れ
に
関
し
て
、
今
も
う
三
富
え
ば
『
の
ん
き
な
恩
登
（
昭
和
1
隻
と
い
う
特
異
な
作
者
の
姿
勢
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の
問
題
が
あ
る
。
経
死
に
使
わ
れ
た
純
を
焼
い
た
庚
、
人
の
脳
み
そ
の
親
焼
き
－
！
み
な
結
核
の
薬
と
し
て
秘

か
に
取
引
さ
れ
て
い
る
と
い
う
話
だ
が
：
し
ん
な
悲
惨
、
陰
惨
な
話
を
淡
々
と
語
る
作
者
の
信
じ
が
た
い
ほ
ど
の

冷
静
さ
。
三
〇
餞
の
昔
年
だ
っ
た
賓
聾
の
画
工
を
い
っ
ぺ
ん
に
そ
の
倍
の
構
袖
年
齢
に
し
て
し
ま
っ
た
の

が
梶
井
小
説
の
主
人
公
た
ち
な
の
だ
。
そ
う
し
た
騎
祁
姿
勢
を
、
先
の
寄
曲
筆
は
」
こ
こ
で
も
憲
誠
は
冴
え

返
っ
て
い
て
、
の
ん
き
な
の
は
そ
の
憲
融
が
作
用
す
る
為
に
必
要
な
平
静
に
過
ぎ
な
い
」
と
、
や
や
逆
説
的
に
説

明
し
て
い
る
：
」
れ
こ
そ
が
「
非
人
璧
・
あ
の
寧
蟹
の
画
工
が
掴
み
た
か
っ
た
心
境
・
そ
し
て
漱
石
先
生

が
放
薬
し
て
し
ま
っ
た
「
俳
句
的
小
輩
の
実
現
に
他
な
ら
な
い
と
、
私
は
考
え
て
い
る
。

だ
が
、
そ
う
だ
と
し
て
、
で
は
な
ぜ
棍
基
次
郎
に
お
い
て
そ
れ
が
可
能
に
な
っ
た
の
か
o
今
そ
れ
に
的
確
に

替
え
る
デ
ー
タ
が
無
い
が
、
お
そ
ら
く
彼
が
親
焚
し
た
志
賀
商
戦
か
ら
の
影
響
だ
と
見
て
誤
り
は
な
い
で
あ
ろ

ぅ
。
梶
井
基
次
郎
に
も
漱
石
文
学
に
親
し
ん
だ
時
期
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
・
そ
こ
で
「
非
人
壁
だ
の
「
俳
句
的

小
輩
だ
の
に
関
心
が
あ
っ
た
と
い
う
形
跡
は
と
く
に
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
小
動
物
が
多
く
活
躍
す
る
梶
井
文
学

は
や
は
り
志
賀
醇
哉
覇
の
崎
に
て
〓
大
正
6
年
）
か
ら
ま
っ
す
ぐ
来
て
い
る
と
見
る
方
が
当
た
っ
て
い
よ
う
e

「
俳
句
的
小
聾
は
、
そ
の
成
熟
形
態
は
「
心
境
小
筆
で
も
あ
る
の
だ
o

そ
の
「
心
墳
小
輩
だ
が
、
漱
石
に
は
、
た
と
え
ば
こ
ん
な
発
言
も
あ
る
。

文
学
は
汽
車
や
能
事
と
適
っ
て
、
現
今
の
西
洋
の
真
似
を
し
た
つ
て
、
左
程
痛
快
な
革
は
な
い
と
思
ひ
ま
す
o

夫
よ
り
も
自
分
の
心
的
状
態
に
相
当
し
て
・
自
然
と
無
理
を
し
な
い
で
胸
中
に
起
っ
て
来
る
現
象
を
表
現
す
る
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方
が
却
っ
て
、
自
分
の
も
の
ら
し
く
つ
て
生
命
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
（
印
劇
作
家
の
懸
崖
明
治
4
1
年
）

先
の
『
余
が
「
草
枕
」
」
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
穏
や
か
な
口
請
だ
÷
言
っ
て
い
る
こ
と
も
「
俳
句
的
小
説
」

や
「
非
人
情
」
か
ら
は
だ
い
ぶ
後
退
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
こ
れ
と
し
て
、
言
っ
て
見
れ
ば

〝
鰻
歌
的
小
説
ク
と
名
付
け
で
も
よ
い
よ
う
な
小
説
作
法
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
と
き
漱
石
は
新
聞
小
説
作

家
と
し
て
の
第
二
作
露
天
」
が
終
わ
っ
て
、
黄
豊
な
ど
を
善
い
て
い
る
と
き
で
あ
っ
た
。
鈴
木
三
重
苦
の

奨
め
で
飼
い
始
め
た
文
鳥
の
可
憐
な
姿
態
を
見
る
う
ち
に
、
か
つ
て
意
識
に
と
ど
め
た
女
性
た
ち
の
記
憶
が
次
々

に
蘇
っ
て
く
る
と
い
う
話
『
文
鳥
『
こ
れ
は
ま
さ
に
「
胸
中
に
起
っ
て
来
る
現
象
を
表
現
」
し
た
作
品
、
短
歌

的
小
説
作
法
か
ら
生
ま
れ
た
小
説
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
ろ
文
壇
で
は
田
山
花
袋
幕
浦
田
も
（
明
治
4
0
年
）
の
出
現
を
襟
に
「
露
骨
な
る
描
写
」
だ
の
、
告
白
の

「
皮
剥
ぎ
の
苦
痛
」
だ
の
と
、
い
わ
ゆ
る
自
然
主
義
文
学
が
喧
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
時
期
で
あ
っ
た
。

漱
石
の
小
説
な
ど
は
南
緯
遊
民
の
遊
び
に
過
ぎ
な
い
と
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
壇
が
ゾ
ラ

だ
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
だ
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
だ
と
「
西
洋
の
真
似
」
比
べ
に
追
わ
れ
て
い
た
な
か
で
、
文
学
は
「
汽
車
や

総
軍
」
と
は
違
う
と
言
っ
て
い
た
漱
石
の
姿
勢
を
私
は
信
じ
た
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
働
曲
は
も
っ
と
若
い
世

代
の
読
者
、
白
樺
派
の
昔
年
た
ち
に
受
け
継
が
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

話
を
梶
井
基
次
郎
に
戻
そ
う
。
私
は
以
前
、
丸
蕾
を
爆
破
す
る
と
い
う
夢
想
で
終
わ
る
『
熔
接
」
（
大
正
1
4

年
）
が
、
そ
の
深
燭
は
、
浸
蝕
さ
れ
て
し
ま
っ
た
晴
洋
か
ら
の
騨
姐
、
解
放
の
搬
攫
、
そ
の
怒
駿
の
ド
ラ
マ
を
摘
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い
た
小
説
だ
と
い
う
読
み
方
を
示
し
た
こ
と
が
あ
る
（
霹
襟
と
丸
善
）
o
い
ま
そ
れ
に
付
け
加
え
る
と
す
れ
ば
、

作
者
に
そ
れ
を
可
能
に
さ
せ
た
の
は
、
や
は
り
「
の
ん
き
な
愚
書
と
い
う
特
異
な
騎
袖
姿
勢
、
梶
井
基
次
郎
の

格
別
な
才
質
だ
と
い
う
一
事
だ
ろ
う
か
。

梅
賂
春
生
、
苦
行
淳
之
介
等
々
、
自
身
の
文
学
の
根
に
梶
井
小
説
か
ら
の
影
誌
を
自
認
し
て
い
る
作
家
た
ち
の

壷
が
あ
る
。
決
し
て
梶
井
文
学
を
倣
う
・
あ
る
い
は
髄
承
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
作
品
と
し
て
は
全
く
別

の
方
向
で
の
仕
草
を
し
て
い
る
の
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
梶
井
文
学
は
自
分
の
仕
事
の
、
ま
た
文
学
的
感
性

の
基
底
だ
と
意
識
し
て
い
る
よ
う
な
作
家
た
ち
で
あ
る
。
梶
井
文
学
は
い
た
っ
て
地
味
な
存
在
で
、
た
と
え
ば
太

筆
文
学
の
よ
う
に
読
者
を
も
派
手
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
誘
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
日
本
の
近
・

現
代
文
学
に
深
く
浸
透
し
た
基
本
的
な
感
性
で
あ
り
・
肌
合
い
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
人
も
多
い
は
ず
だ
o
そ
し

て
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
日
本
の
私
小
説
の
根
本
の
性
格
な
の
だ
。
私
小
説
は
自
分
の
こ
と
を
善
く
か
ら
私
小
説
な

の
で
は
な
い
。
告
白
、
暴
露
す
る
か
ら
私
小
説
な
の
で
も
な
い
。
感
性
に
お
い
て
、
文
学
的
カ
ノ
ン
に
お
い
て

「
俳
句
的
小
説
」
短
歌
的
小
説
で
あ
る
と
き
に
私
小
説
な
の
だ
。
梶
井
好
き
は
お
お
む
ね
私
小
説
好
き
だ
が
、
そ

れ
を
裏
返
し
て
み
れ
ば
、
梶
井
文
学
が
分
か
ら
な
い
と
私
小
説
の
要
の
と
こ
ろ
が
分
か
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

い
ま
改
め
て
思
う
に
日
本
の
詩
の
カ
ノ
ン
i
鑑
賞
の
基
準
は
三
穏
類
あ
る
わ
け
だ
〇
三
は
万
葉
か
ら
今

に
も
続
く
民
族
文
学
と
し
て
の
鰻
歌
、
そ
の
発
展
形
態
と
し
て
の
俳
句
で
あ
る
。
二
つ
国
は
中
国
か
ら
も
た
ら
さ

れ
た
漠
鷲
平
安
貴
族
た
ち
は
す
っ
か
り
漢
詩
に
捉
え
ら
れ
て
溺
風
聾
以
下
何
代
も
漢
詩
の
勅
撰
集
を
作
っ



鴻

174

し

1

－

1

㌣

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

－

、

生

魚

6

8

八

番

教

子

，

嚢

－

　

ぅ

ー

轡

裏

手

　

．

i

裏

購

嬉

優

し

1

1

て
来
た
。
し
か
し
そ
の
間
も
大
和
歌
は
忘
れ
ら
れ
た
わ
け
で
な
く
、
冨
今
和
歌
儀
盃
を
機
に
復
活
、
同
時
に
漠

醇
離
れ
が
進
み
、
勅
撰
集
も
和
歌
の
方
に
戻
っ
た
。
そ
れ
で
漢
詩
は
ま
っ
た
く
薬
て
ら
れ
た
の
か
と
い
う
と
そ
ん

な
こ
と
も
な
く
、
儒
学
と
と
も
に
、
あ
る
い
は
禅
宗
と
と
も
に
生
き
続
け
て
漱
石
に
ま
で
来
て
い
る
こ
と
は
先
に

見
た
通
り
。
漱
石
や
中
野
通
遥
あ
た
り
を
最
後
と
し
て
現
代
は
漢
誇
大
と
言
え
る
よ
う
な
人
は
ほ
と
ん
ど
な
い
o

従
っ
て
我
々
戦
後
教
育
で
育
っ
た
よ
う
な
世
代
に
は
漢
詩
な
ど
何
の
嬢
跡
も
影
誌
も
な
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
い

ぅ
ゎ
げ
に
も
い
か
な
い
。
日
本
の
古
典
と
永
く
深
く
関
わ
っ
て
き
た
漠
欝
は
古
典
を
読
む
者
に
は
必
然
的
に
つ
い

て
き
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
百
人
一
常
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
や
は
り
唐
詩
選
の
代
表
的
な
も
の
は
意
識
し
な

く
て
も
頭
に
入
っ
て
き
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
千
年
も
瀞
の
菅
原
道
真
の
漢
詩
を
読
ん
で
、
そ
の
偉
い
も
の
と
そ

ぅ
で
な
い
も
の
と
の
別
が
自
ず
か
ら
分
か
る
の
だ
か
ら
不
思
議
だ
が
、
そ
れ
が
歴
史
、
ま
た
伝
統
と
い
う
も
の
の

カ
な
の
で
あ
ろ
う
。

ヵ
ノ
ン
の
三
つ
目
は
明
治
に
な
っ
て
入
っ
て
き
た
西
洋
諮
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
森
鴎
外
な
ど
の
舘
駅
落
葉
期
を

経
て
次
第
に
定
着
し
て
今
に
霊
っ
て
い
る
。
漱
石
も
霜
上
の
な
か
で
新
体
詩
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
を
作
っ
て

か
ら
か
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
か
ら
一
世
紀
手
近
く
経
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
自
由
詩
は
日
本
文
等
の
な
か
に
確
実
に
定

諾
し
て
い
る
。
宮
沢
欝
治
と
か
中
原
中
也
と
か
、
誰
で
も
自
分
の
好
き
な
詩
人
を
一
人
二
人
も
っ
て
い
る
と
言
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ま
全
国
各
地
で
発
行
さ
れ
て
い
る
醇
の
同
人
雑
誌
は
俳
句
短
歌
の
そ
れ
に
次
い
で

多
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
：
」
う
し
た
三
種
の
静
の
あ
り
よ
う
は
む
ろ
ん
日
本
の
散
文
の
性
格
と
も
密
接
、
切
り

離
せ
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

E
－
主
－
上
i
蕊
畿
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謡
が
駕
が
、
謹
撰
髄
、
－
髄
等
呈
宣
子
の
遭
い
誓
い
で
述
べ
た
昌
が
あ
る
。
エ
ッ
セ
ー
は
西
洋
語

と
同
様
に
明
治
に
な
っ
て
入
っ
て
き
た
講
だ
が
・
日
本
人
は
そ
れ
を
露
草
壬
や
轟
然
豊
の
昔
か
ら
あ
っ

た
髄
等
の
語
に
置
き
換
え
て
済
ま
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
・
日
本
人
が
エ
ッ
セ
ー
だ
と
し
て
い
る
も
の
を
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
が
見
る
と
ま
る
で
違
う
の
だ
と
、
パ
ル
バ
ラ
・
吉
田
＝
ク
ラ
フ
ト
女
史
が
指
摘
し
て
い
る
（
百
本
文

学
の
光
と
影
≒
エ
ッ
セ
ー
し
か
知
ら
な
い
西
洋
人
か
ら
見
た
ら
日
本
の
馨
は
奇
妙
な
も
の
、
異
質
な
も
の
だ

が
、
西
洋
の
エ
ッ
セ
ー
の
蟹
よ
り
古
い
日
本
の
随
蟹
の
伝
統
も
知
る
パ
ル
バ
ラ
女
史
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
は
西

洋
に
は
な
い
特
異
な
、
だ
が
優
れ
た
文
学
の
言
な
の
だ
・
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

西
洋
と
日
本
と
両
方
を
知
る
眼
で
日
本
文
学
の
特
質
を
解
析
し
て
い
る
こ
の
本
に
よ
っ
て
私
は
い
ろ
い
ろ
日
を

開
か
れ
た
が
、
そ
の
重
要
な
言
に
小
説
の
こ
と
が
あ
る
o
我
々
は
明
治
に
な
っ
て
初
め
て
知
っ
た
西
洋
の
ノ
ベ

ル
を
小
説
と
訳
し
て
受
け
入
れ
て
き
た
し
、
ま
た
同
じ
も
の
を
作
っ
て
も
ぎ
た
つ
も
り
で
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ

ら
も
西
洋
人
か
ら
見
た
ら
ま
る
で
違
う
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
に
違
い
な
い
o
随
筆
の
場
合
と
遭
っ
て
、
そ
の
こ

と
は
日
本
人
も
早
く
か
ら
憲
諭
し
て
来
て
・
そ
の
ヘ
ン
な
小
説
、
そ
の
元
凶
が
、
つ
ま
り
は
私
小
説
だ
と
・
長
年

や
り
玉
に
挙
げ
ら
れ
て
き
た
わ
け
だ
。

し
か
し
そ
う
い
う
考
え
方
は
も
う
や
め
た
い
。
漱
石
の
寄
っ
た
と
お
り
、
文
学
は
「
汽
車
や
竃
軍
」
で
は
な
い

の
だ
か
ら
、
西
洋
の
も
の
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
国
土
に
乗
せ
て
走
ら
せ
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
o
そ
れ

が
文
化
と
い
う
も
の
の
根
本
の
性
格
だ
。
日
本
の
風
土
に
適
し
、
日
本
の
言
語
に
適
い
・
日
本
人
の
心
に
患
じ
、

琵
年
培
っ
て
き
た
日
本
の
種
々
の
文
学
と
も
抵
触
し
な
い
＝
諸
に
や
っ
て
い
け
る
文
学
、
文
学
観
を
共
有
す
る
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小
説
が
あ
っ
て
当
然
だ
が
、
そ
し
て
、
そ
う
い
う
モ
ノ
を
作
る
能
力
も
日
本
人
は
持
っ
て
も
い
る
の
だ
が
、
そ
れ

が
つ
ま
り
私
小
説
な
の
だ
。

盲
に
日
本
藻
講
と
雷
う
。
そ
れ
は
空
海
の
昔
か
ら
漱
石
の
そ
れ
ま
で
・
中
国
か
ら
見
て
も
立
派
な
漢
詩
が
た

く
さ
ん
あ
る
そ
う
だ
。
し
か
し
、
私
の
好
き
な
良
寛
漢
詩
の
よ
う
に
厳
密
に
は
ま
る
で
漠
鶉
に
な
っ
て
い
な
い
漠

鶉
も
た
く
さ
ん
あ
る
の
だ
と
言
う
。
良
寛
漢
詩
は
確
か
に
鰻
歌
的
な
漠
諮
な
の
か
も
し
れ
な
い
e
だ
が
、
そ
れ
も

含
め
た
全
体
が
、
つ
ま
り
日
本
浅
薄
な
の
だ
。
中
国
漢
詩
に
合
致
し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
排
除
す
る
の
は
誤
り
だ

ろ
う
。
そ
し
て
当
然
、
詩
も
同
じ
こ
と
。
韻
の
問
題
が
あ
っ
て
、
戯
密
に
は
日
本
語
で
ソ
ネ
ッ
ト
は
作
れ
な
い
し
・

ま
た
実
は
作
っ
て
も
恵
味
が
な
い
。
日
本
語
の
ソ
ネ
ッ
ト
は
単
に
毒
行
詰
に
過
ぎ
な
い
が
・
そ
れ
は
そ
れ
で
一

っ
の
ス
タ
イ
ル
な
の
だ
。
同
様
、
い
ま
世
界
に
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
ハ
イ
ク
が
そ
う
だ
。
英
語
、
中
国
語
の
ハ

ィ
ク
を
見
た
が
、
あ
れ
ら
は
や
は
り
俳
句
で
は
な
い
O
 
L
か
し
こ
れ
も
言
の
ス
タ
イ
ル
だ
と
し
て
い
け
な
い
理

由
は
な
い
。
「
汽
車
や
寵
車
」
で
は
な
い
文
学
は
全
て
そ
う
い
う
モ
ノ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
私
は
、
漱

石
に
倣
っ
て
、
田
本
固
有
の
「
俳
句
的
小
聾
、
鰻
歌
的
小
説
を
自
信
を
も
っ
て
推
奨
、
ま
た
、
そ
う
い
う
ふ
う

に
認
識
し
て
も
ら
い
た
い
も
の
だ
と
、
折
を
見
て
は
膏
あ
げ
し
て
い
る
次
第
な
の
だ
o


